
「
騎
蛤
日
記
」

~ 

の

考
察

i

呼
称
か
ら
見
る
作
者
の
意
識
と
信
情
｜

「
騎
鈴
日
記
」
は
右
大
将
道
綱
母
が
天
勝
八
年
（
九
五
四
）
か
ら

天
延
八
年
（
九
七
四
）
ま
で
、
約
一
一
一
年
間
の
事
柄
を
書
き
綴
っ
た

作
品
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
高
貴
な
男
の
妻
が
果
た
し
て
幸
福
で
あ

る
か
と
い
う
問
題
提
示
で
あ
り
、
主
と
し
て
夫
、
藤
原
兼
家
と
の
愛

憎
の
記
録
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
道
綱
母
は
藤
原
家
の
貴
公
子
兼
家

の
一
妻
J

安
と
な
り
、
一
子
道
綱
を
生
ん
で
、
は
か
な
い
身
の
上
な
が

ら
、
そ
れ
な
り
の
幸
福
を
得
る
。
し
か
し
夫
の
他
の
女
性
へ
の
傾
斜

に
身
を
砕
く
程
煩
悶
し
、
そ
れ
が
一
一
目
に
出
て
夫
は
益
々
遠
ざ
か
る

結
果
と
た
る
。
こ
り
様
な
「
我
身
の
は
か
な
さ
」
言
わ
ば
「
薄
幸

さ
」
を
一
か
げ
ろ
ふ
」
に
託
し
て
、
作
者
は
延
々
と
筆
を
進
め
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
を
読
み
進
ん
で
行
く
と
、
あ
る
特
徴
的
な

表
現
に
気
付
く
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
者
が
自
分
の
周
囲
の
人
物
に

与
え
て
い
る
呼
称
で
あ
る
。
彼

K
は
身
近
な
人
物
を
明
確
に
す
る
事

を
殆
ど
せ
子
、
例
λ

ば
止
氷
川
本
は
i

リ
人
市
小
に
そ
の

L一
語
を
省
略
さ
れ
る

が
が
多
く
、
ま
た
明
日
叫
さ
れ
る
場
人
口
で
も
「
人
」
「
わ
が
し
る
人
」
の

様
な
ト
ト
ぃ
倒
的
な
呼
称
、
「
東
宮
の
す
け
と
い
ひ
つ
る
人
」
の
様
な
客

二
十
六
回
卒

キサ

山

薫

観
的
な
呼
称
等
、
様
々
に
書
か
れ
て
い
る
。
更
に
自
他
を
問
わ
ず

「
連
体
修
飾
語
十
人
」
類
の
呼
称
を
各
人
物
に
与
え
、
場
面
に
よ
っ

て
様
々
に
使
い
分
け
て
お
り
、
何
か
し
ら
の
意
図
を
窺
う
事
が
出
来

る
。
従
っ
て
作
品
中
の
呼
称
を
丹
念
に
調
査
す
る
事
で
、
作
者
の
奥

に
秘
め
た
意
図
、
感
情
等
、
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
に
至
っ
た
。
こ
こ
で
は
作
者
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
人
物
で
あ
る

兼
家
、
作
者
の
家
族
、
道
綱
の
士
一
人
の
呼
称
か
ら
考
察
し
て
行
き
た

い
と
思
う
。

ハnu

ト）

前
述
し
た
様
に
作
者
は
各
人
物
の
呼
称
を
著
す
場
合
、
そ
の
場
面

ご
と
に
異
な
っ
た
描
き
方
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
全
く
何
の
意
図

も
無
く
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
の
か
否
か
、
全
巻
を
通
じ
て
記
述
さ
れ

て
い
る
兼
家
の
呼
称
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。

作
者
の
夫
で
あ
る
兼
家
の
呼
称
は
、
卜
一
巻
二
九
、
中
巻
三
九
、
下

巻
三
六
、
合
計
九
四
例
作
品
中
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
三

巻
を
一
貫
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
「
人
」
一
例
の
み
で
あ
り
、



他
の
呼
称
か
ら
も
抽
ん
出
て
数
が
多
く
、
兼
家
を
示
す
代
表
的
な
呼

称
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
語
は
、
特
に
夫
へ
の
不
満

や
愛
情
の
従
足
さ
れ
た
場
面
に
表
記
さ
れ
て
お
り
、
彼
女
が
「
人
」

に
愛
情
の
対
象
の
意
を
込
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り

「
人
」
は
、
普
通
主
語
を
省
略
さ
れ
る
程
こ
の
作
品
の
中
心
に
位
置

し
て
い
る
兼
家
を
強
く
表
現
す
る
為
の
、
一
種
の
甘
え
を
含
ん
だ
言

葉
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
兼
家
を
示
す
呼
称
に
は
「
連
体
修
飾
語
＋
人
」
類
の
も
の

も
あ
り
、
「
今
日
み
え
た
り
し
人
」
「
あ
き
ま
し
き
人
」
等
様
々
に
表

現
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
「
人
」
と
同
様
に
、
作
者
の
兼

家
に
対
す
る
甘
え
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
「
1
す
べ
き
人
」
と
い

う
要
求
口
調
呼
称
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
要
求
口
調
は
兼
家
に
の
み

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
「
も
の
か
た
ら
ひ
を
き
な
ど
す
べ
き
人
は
、

京
に
あ
り
け
れ
ば
」
「
と
ふ
べ
き
人
は
を
と
づ
れ
も
せ
ず
」
等
、
兼
家

の
不
在
や
訪
問
の
無
い
事
へ
の
憤
り
を
示
し
た
場
面
に
使
用
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
作
者
は
こ
の
呼
称
を
用
い
る
事
に
よ
っ
て
、
夫
へ
の

不
満
、
或
は
作
者
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
示
す
と
同
時
に
、
兼
家
が
作
者

に
と
っ
て
特
別
な
存
在
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
視
点
を
変
え
て
見
れ
ば
、
作
者
は
兼
家
が
自
分
の
夫
で

あ
っ
た
が
故
に
こ
の
様
な
呼
称
を
用
い
得
た
の
で
あ
り
、
兼
家
が
床

離
れ
を
し
て
事
実
上
夫
婦
を
解
消
し
た
後
は
、
そ
の
呼
称
も
何
ら
か

の
変
化
を
す
、
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
下
巻
で
作
者
が
広

幡
中
川
に
転
居
し
て
兼
家
の
通
い
が
絶
え
る
と
、
要
求
口
調
呼
称
と

兼
家
の
基
本
的
呼
称
で
あ
る
「
人
」
は
全
く
用
い
ら
れ
な
く
な
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
呼
称
は
、
作
者
が
兼
家
を
「
夫
」
と
し
て
強
く

意
識
し
た
場
合
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
床
離
れ
以
後
の
事
実

上
夫
婦
を
解
消
し
た
相
手
に
用
い
る
事
は
、
世
間
的
に
も
作
者
の
自

尊
心
か
ら
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
下
巻
の
床
離
れ
後
に
急
増
し
て
い
る
の
が

「
殿
」
の
呼
称
で
あ
る
。
こ
の
語
は
出
現
数
一
八
例
中
、
一
一
例
が

床
離
れ
後
に
集
中
し
て
い
る
。
但
し
作
者
自
身
が
こ
の
語
を
用
い
る

事
は
手
紙
中
の
一
例
し
か
な
く
、
主
と
し
て
侍
女
や
兼
家
の
弟
の
遠

度
が
会
話
中
で
用
い
て
い
る
事
か
ら
、
こ
れ
は
儀
礼
的
社
会
的
呼
称

で
あ
り
、
作
者
の
心
情
を
直
接
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
事
を
考
塵

す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
呼
称
が
多
用
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、

兼
家
が
志
賀
の
姫
や
道
綱
の
父
と
し
て
強
い
影
響
力
を
持
ち
、
ま
た

作
者
と
の
繋
り
が
断
絶
し
た
訳
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
殿
」
の
呼
称
は
も
は
や
夫
婦
で
は
な
い

夫
を
描
く
際
の
、
「
人
」
を
補
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

以
上
の
様
に
兼
家
の
呼
称
に
関
し
て
言
え
ば
、
場
面
ご
と
に
書
き

流
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
全
体
的
に
見
る
と
床
離
れ
を
契
機
に
作

者
の
意
識
変
化
が
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り

作
者
が
呼
称
を
明
記
す
る
際
に
最
も
影
響
を
与
え
る
の
は
作
者
の
相

手
に
対
す
る
心
理
、
又
相
手
に
対
す
る
立
場
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に

他
の
要
素
が
作
用
し
て
呼
称
が
決
定
さ
れ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
某
人
物
に
対
す
る
呼
称
は
、
，
作
者
の
心
理
状
態
に
従
っ
て
変

化
し
て
行
く
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。
騎
蛤
日
記
に
お
い
て
呼
称
は
、

そ
れ
自
身
で
道
綱
母
の
他
人
物
へ
の
感
情
を
表
わ
し
て
お
り
、
呼
称

を
検
討
す
る
こ
と
で
作
者
の
人
物
評
価
が
あ
る
程
度
判
明
す
る
と
言

ヲー



う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

（寸

で
は
作
者
が
最
も
頼
り
に
し
て
い
る
家
族
は
如
何
に
表
現
さ
れ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
女
性
一
般
に
言
ト
え
る
事
だ
が
、
結
婚
生
活

が
不
安
定
だ
っ
た
作
者
に
と
っ
て
、
最
終
的
な
心
の
拠
所
と
な
っ
た

の
は
家
族
で
あ
っ
た
。
日
記
中
で
も
兼
家
の
愛
の
不
足
を
嘆
く
記
述

と
前
後
し
て
、
家
族
、
特
に
父
親
へ
の
依
頼
心
を
記
す
場
面
が
多
く

現
わ
れ
て
い
る
。
呼
称
も
こ
の
傾
向
を
保
っ
て
お
り
、
父
の
場
合
そ

の
続
柄
を
明
示
す
る
事
は
殆
ど
な
く
、
「
連
休
修
飾
語
＋
人
」
の
形

を
と
っ
た
「
た
の
も
し
人
」
「
我
た
の
む
人
」
等
の
作
者
の
心
情
を
反

映
し
た
呼
称
の
占
め
る
割
合
が
非
常
に
向
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
家
族
の
呼
称
に
一
つ
不
可
解
な
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
を
や
と
お
ぼ
し
き
人
」
の
様
に
、
家
族
の
続
柄
の
下
に
推

量
の
意
味
を
持
っ
た
語
を
付
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
こ
の
「
お
ぼ

し
」
表
現
に
は
如
何
な
る
意
味
が
龍
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
「
お
ぼ
し
」
表
現
は
父
、
兄
、
妹
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
続

柄
を
全
て
肱
脱
化
さ
れ
て
い
る
父
と
、
一
部
臨
化
の
兄
妹
と
を
分
け
て

考
察
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

父
倫
寧
の
呼
称
に
「
お
ぼ
し
」
が
使
用
さ
れ
た
の
は
、
上
巻
の
冒

頭
、
兼
家
の
求
婚
の
場
面
で
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

「
こ
れ
は
を
や
と
お
ぼ
し
き
人
に
、
た
は
ぶ
れ
に
も
ま
め
や
か
に
も
、

ほ
の
め
か
し
し
に
、
（
上
巻
ド
八
桝
八
）
」

前
述
し
た
係
に
作
お
は
父
親
の
呼
称
を
記
述
す
る
場
合
、
依
頼
心

を
前
向
に
押
し
山
し
て
、
父
』
淵
で
あ
る
こ
と
を
脱
化
す
る
傾
向
が
あ

る
の
で
、
こ
の
場
面
で
も
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

但
し
一
つ
疑
問
な
の
は
、
「
た
の
も
し
き
人
」
等
の
呼
称
が
基
本
的

に
父
親
を
表
わ
す
の
に
、
何
故
こ
の
場
面
だ
け
「
お
や
」
と
い
う
続

柄
を
明
示
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
続
柄

を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
と
し
て
、
兼
家
と
作
者
の
結
婚
が
正

当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
印
象
付
け
る
為
に
作
者
が
父
の
存
在
を
明
示

し
た
と
い
う
事
が
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
工
藤
重
矩
氏
に
よ
る
と
、

作
者
の
結
婚
に
至
る
過
程
は
正
式
な
も
の
で
は
な
く
、
（
注
と
ま
た
確

か
に
作
者
も
兼
家
の
求
婚
が
「
案
内
す
る
た
よ
り
」
「
な
ま
女
」
等
を

介
し
な
い
異
常
な
も
の
だ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
な
ら
尚
の

事
、
彼
女
の
結
婚
を
決
定
す
る
と
み
な
さ
れ
る
韮
Z

〉
父
の
存
在
を
明

確
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
に
頻
出

す
る
「
ま
め
や
か
」
も
、
兼
家
の
誠
意
を
印
象
付
け
る
為
だ
と
言
わ

れ
て
い
る
が
、
（
注
3

）
父
親
の
明
示
も
同
様
の
意
図
で
為
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
記
述
が
「
ま
め
や
か
」
な
雰
閤
気
で
あ
れ
ば

あ
る
程
、
作
者
の
後
の
悲
劇
が
明
確
に
な
る
事
を
、
私
達
は
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
何
故
「
お
や
」
に
「
お
ぼ
し
」
が
付
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
一
見
す
る
と
「
お
ぼ
し
」
は
折
角
明
示
し
た
「
お
や
」
の
印
象

を
弱
め
て
い
る
様
で
あ
り
、
無
意
味
に
も
思
え
る
。
先
ず
、
こ
の
場

面
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、
兼
家
の
求
婚
は

t
巻
の
序
に
続
く
重
要

な
記
事
で
あ
り
、
作
者
の
筆
も
最
も
緊
張
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
。

騎
蛤
日
記
の
冒
頭
は
物
詩
的
で
あ
る
と
日
わ
れ
る
が
、
（
注
4
）
こ
の
求

婚
の
時
期
も
そ
の
傾
向
を
保
っ
て
い
る
事
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
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こ
れ
を
呼
称
の
面
か
ら
見
る
と
、
普
通
「
人
」
と
表
記
さ
れ
る
兼
家

は
「
柏
木
の
木
高
き
わ
た
り
」
で
あ
り
、
父
、
兼
家
共
に
後
の
基
本

的
な
呼
称
か
ら
は
掛
け
離
れ
た
書
き
振
り
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ

の
場
面
は
、
呼
称
の
点
か
ら
言
う
と
特
異
な
世
界
で
あ
り
、
全
体
的

に
よ
り
臨
化
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
父
親
に
対

す
る
「
お
ぼ
し
」
表
現
は
、
日
記
の
冒
頭
で
の
作
者
の
緊
張
と
人
物

を
全
体
的
に
臨
化
す
る
傾
向
の
下
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
敢
え
て

言
う
な
ら
「
物
語
的
手
法
の
一
端
」
（
注
主
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
兄
妹
に
対
す
る
「
お
ぼ
し
」
表
現
は
、
作
者
が
兼
家
や
兼

通
等
の
他
の
人
物
に
文
を
送
る
際
の
前
提
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
文
は
主
と
し
て
恋
文
、
或
は
恋
文
に
対
す
る
返
事
で
あ

り
、
兄
妹
は
作
者
の
消
極
的
な
態
度
を
諌
め
、
行
動
を
促
す
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
品
全
編
を
通
し
て
言
え
る
こ

と
で
あ
る
が
、
作
者
は
兼
家
に
文
を
送
っ
た
り
す
る
愛
情
表
示
を
あ

ま
り
表
面
に
出
そ
う
と
は
し
な
い
。
つ
ま
り
自
分
の
意
思
で
行
動
す

る
の
で
は
な
く
、
侍
女
や
家
族
等
の
周
囲
の
強
い
勧
め
に
よ
っ
て
初

め
て
行
動
を
起
す
形
態
を
取
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ど
の
様
な
場
合

で
も
、
作
者
は
自
分
の
行
動
に
対
す
る
読
者
の
批
判
を
か
わ
す
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
日
記
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
の
自

己
を
擁
護
す
る
意
識
の
現
わ
れ
だ
と
一
言
う
事
が
出
来
よ
う
。
だ
が
そ

の
際
、
読
者
の
不
信
が
家
族
に
直
接
向
く
こ
と
は
、
作
者
の
希
望
す

る
事
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
確
か
に
家
族
へ
の
責
任
転
嫁
は
自
己
を

擁
護
す
る
為
で
あ
っ
た
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
根
底
に
は
自
分
と

兼
家
の
生
活
を
よ
り
効
果
的
に
、
又
よ
り
印
象
的
に
描
き
た
い
と
い

う
純
粋
な
心
理
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
家
族
に

何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
作
者
と
し
て
も
避
け
た
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
為
に
成
さ
れ
た
の
が
呼
称
へ
の
臨
化
法
で
あ
り
、

こ
れ
は
作
品
に
利
用
し
た
家
族
へ
の
一
応
の
配
慮
と
見
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。以

上
の
様
に
家
族
に
対
す
る
「
お
ぼ
し
表
現
」
は
日
記
執
筆
に
際

し
て
の
操
作
、
自
己
弁
護
の
為
に
使
用
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。

家
族
が
そ
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
彼
等
が
作
者
の
周
辺
に
位
置
し
、

彼
女
が
甘
え
ら
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
彼
女
は
利

用
し
た
家
族
を
確
実
に
臨
化
し
て
、
反
感
等
が
向
け
ら
れ
な
い
様
に

留
意
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
女
が
こ
の
様
な
技
巧
を
凝
ら
し
た

の
は
、
兼
家
と
自
分
の
愛
の
軌
跡
を
よ
り
良
く
表
現
す
る
為
に
、
周

囲
の
人
々
を
最
大
限
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
意
志
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
換
言
す
る
と
、
騎
蛤
日
記
自
身
が
、
如
何
に
兼
家
を
中
心
に

し
て
回
っ
て
い
た
か
を
示
す
一
端
な
の
で
あ
る
。
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次
に
作
者
の
息
子
で
あ
る
道
綱
の
呼
称
に
つ
い
て
見
て
行
く
こ
と

に
す
る
。
道
綱
は
作
者
の
唯
一
人
の
子
供
と
し
て
惜
し
み
な
い
愛
情

を
注
が
れ
た
事
が
作
品
か
ら
も
窺
え
、
事
実
、
そ
の
呼
称
出
現
数
も

山
例
と
登
場
人
物
の
中
で
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は

「
こ
な
く
思
ふ
人
」
「
我
思
ふ
人
」
等
溺
愛
と
も
言
う
べ
き
感
情
を

「
人
」
に
冠
し
た
呼
称
も
見
ら
れ
る
程
で
あ
る
が
、
「
騎
齢
日
記
」
全

体
に
作
者
の
道
綱
へ
の
愛
情
が
満
ち
て
い
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し

も
そ
う
は
言
え
な
い
様
で
あ
る
。
こ
与
で
は
特
に
道
綱
へ
の
言
及
が

多
い
中
巻
の
記
述
を
中
心
に
考
察
し
て
行
く
事
に
す
る
。



中
巻
で
の
道
綱
に
関
す
る
記
事
の
中
心
は
、
道
綱
の
内
裏
の
賭
弓

出
場
で
あ
る
と
言
う
事
が
出
来
よ
う
。
こ
の
記
述
は
作
者
の
力
の
入

れ
よ
う
が
尋
常
で
は
な
く
、
道
綱
が
射
手
と
無
人
に
選
ば
れ
た
事
か

ら
始
ま
っ
て
、
舞
の
練
習
、
当
日
の
様
子
、
後
日
の
晴
れ
が
ま
し
さ

等
が
、
「
う
れ
し
き
こ
と
ぞ
、
も
の
こ
さ
に
「
あ
や
し
き
ま
で
う
れ

し
」
等
の
言
葉
と
共
に
実
に
生
き
生
き
と
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

こ
の
記
述
の
道
綱
自
身
の
影
は
非
常
に
薄
く
、
こ
こ
に
は
自
分
の
技

を
誇
り
喜
ぶ
道
綱
の
姿
も
、
又
そ
れ
を
嬉
し
げ
に
母
に
語
る
姿
も
全

く
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
強
く
前
面
に
押
出

さ
れ
て
い
る
の
は
、
息
子
の
成
功
を
感
激
し
て
語
る
兼
家
の
姿
で
あ

る
。
つ
ま
り
作
者
は
道
綱
の
成
長
の
喜
び
を
語
っ
て
い
る
時
で
も
、

そ
の
背
後
に
常
に
兼
家
の
存
在
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

aev
む

し
ろ
兼
家
を
中
心
に
語
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
良
い
程
な
の
で
あ
る
。

作
者
に
と
っ
て
道
綱
の
栄
誉
が
喜
び
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
そ
れ
以
上
に
息
子
に
よ
っ
て
費
ら
さ
れ
る
兼
家
の
訪
れ
と
愛
情

の
方
が
嬉
し
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

事
実
、
作
者
は
こ
の
場
面
で
、
兼
家
に
対
し
て
特
殊
な
筆
使
い
を

し
て
い
る
。
作
者
は
兼
家
を
描
く
場
合
、
会
話
は
別
と
し
て
殆
ど
敬

語
を
使
用
し
な
い
の
で
あ
る
、
が
、
全
体
と
し
て
「
る
」
「
ら
る
」
の
尊

敬
用
語
が
一
七
例
み
ら
れ
る

oaz
こ
の
場
面
で
は
「
か
へ
す
が
へ

す
も
泣
く
泣
く
語
ら
る
。
」
等
の
様
に
、
十
七
例
の
う
ち
四
例
が
集

中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
尊
敬
表
現
は
上
巻
の
兼
家
と
章

明
親
王
と
の
唱
和
等
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
の
用
例
は
殆
ど
、

兼
家
が
作
者
及
び
道
綱
に
懇
切
な
部
分
、
言
わ
ば
幸
福
な
事
件
と
共

に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
尊
敬
表
現
が
三
例
も
集
中
し

て
い
る
賭
弓
の
記
述
は
、
作
者
と
兼
家
の
結
婚
生
活
の
中
で
も
、
最

も
幸
福
な
事
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
中
巻
で
の

道
綱
の
栄
誉
の
記
事
は
、
即
ち
兼
家
の
作
者
に
対
す
る
態
度
、
愛
情

を
描
く
事
に
費
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
中
巻
で
の
今
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
作
者
が
道
綱
を
「
ほ
だ

し
」
（
死
、
出
家
の
妨
げ
と
な
る
も
の
）
と
し
て
見
な
す
事
が
非
常
に

多
い
、
と
い
う
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
道
綱
の
呼
称
を
明
記
し
て
「
ほ

だ
し
」
視
し
た
の
は
全
体
で
六
例
み
ら
れ
、
そ
の
う
ち
上
巻
一
例
、

中
巻
五
例
と
な
っ
て
い
る
。
上
巻
の
記
述
は
作
者
が
母
の
死
に
際
し

て
人
事
不
省
に
陥
っ
た
折
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
述
に
は
中
巻

の
様
な
悲
恰
感
は
な
く
、
兼
家
の
不
実
を
嘆
き
な
が
ら
も
、
肉
親
を

失
っ
た
悲
し
み
の
方
を
前
面
に
出
し
て
お
り
、
そ
の
印
象
は
薄
い
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
中
巻
の
場
合
は
、
兼
家
の
夜
離
れ
が
頻
繁
で

あ
る
だ
け
に
深
刻
で
あ
る
。
兼
家
が
「
か
く
て
か
ぞ
ふ
れ
ば
、
夜
み

る
こ
と
は
三
十
よ
日
、
重
み
る
こ
と
は
四
十
よ
日
に
な
り
に
け
り
」

と
な
っ
た
後
の
記
述
は

な
を
い
か
で
こ
こ
ろ
と
し
て
し
に
も
し
に
し
が
な
と
思
ふ
よ
り
ほ

か
の
こ
と
も
な
き
を
、
た
H
A

こ
の
ひ
と
り
あ
る
人
を
お
も
ふ
に
ぞ
、

い
と
か
な
し
き
。
（
中
巻
・
天
禄
元
年
）

の
様
に
深
刻
さ
を
増
し
て
行
く
。
特
に
こ
の
記
述
に
続
く
場
面
で
、

作
者
の
出
家
の
意
志
に
従
っ
て
道
網
も
出
家
の
意
志
を
示
し
、
可
愛

が
っ
て
い
た
鷹
を
放
つ
場
面
は
哀
れ
を
誘
う
が
、
作
者
の
道
綱
へ
の

こ
の
様
な
気
持
ち
は
、
単
に
母
が
息
子
を
思
う
気
持
ち
だ
け
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
兼
家
の
夜
離
れ
か
ら
鳴
瀧
山
寵

ま
で
に
集
中
し
て
お
り
そ
れ
以
後
は
下
巻
を
含
め
て
見
ら
れ
な
く
な
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る
。
つ
ま
り
、
道
綱
を
「
ほ
だ
し
」
視
す
る
記
事
が
し
ば
し
ば
現
わ

れ
る
の
は
、
作
者
が
兼
家
と
の
愛
憎
の
生
活
に
鴨
い
で
い
た
時
と
重

な
る
の
で
あ
る
。

作
者
が
こ
の
時
期
出
家
の
希
望
を
漏
ら
し
、
愛
児
の
姿
を
見
て
思

い
止
ま
る
こ
と
を
繰
り
返
す
の
は
、
兼
家
と
の
関
係
か
ら
見
て
も
当

然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
彼
女
に
出
家
ま
で
思
い
詰
め
さ
せ
て
い
る
の
は

兼
家
で
あ
り
、
そ
の
血
を
分
け
た
道
綱
を
見
て
翻
意
す
る
と
い
う
の

は
、
反
面
作
者
の
兼
家
に
対
す
る
愛
執
を
物
語
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ

う
か
。
実
際
作
者
は
鳴
瀧
寵
り
を
決
行
す
る
が
、
出
家
ま
で
に
至
ら

な
か
っ
た
の
は
道
綱
の
存
在
よ
り
も
、
兼
家
が
自
分
を
見
捨
て
た
の

で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
作
者
が
道
綱
を

「
ほ
だ
し
」
視
す
れ
ば
す
る
程
作
者
の
兼
家
に
対
す
る
執
着
は
強

か
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

作
者
が
道
綱
を
一
人
息
子
と
し
て
溺
愛
し
た
の
は
、
彼
に
対
す
る

名
称
、
歌
の
代
詠
な
ど
か
ら
容
易
に
想
像
出
来
る
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
作
者
が
日
記
に
表
現
し
た
範
囲
で
は
、
彼
は
兼
家
を
描
く
際

の
端
緒
、
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
道
綱
が
日

記
記
述
の
中
心
と
な
る
こ
と
は
、
殆
ど
な
い
と
い
っ
て
も
良
い
程
で

あ
る
。
こ
の
日
記
の
核
は
あ
く
ま
で
も
兼
家
で
あ
っ
て
、
道
綱
は
彼

を
引
き
立
た
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

（四）

以
上
、
主
に
兼
家
、
作
者
の
家
族
、
道
網
の
呼
称
及
び
位
置
に
つ

い
て
検
討
・
考
察
し
て
来
た
が
、
こ
れ
ら
の
騎
蛤
日
記
に
お
け
る
意

義
は
想
像
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
。
作
者
は
呼
称
を
使
っ
て
、
そ
の

人
物
へ
の
評
価
を
明
確
に
も
し
、
又
記
述
の
主
旨
を
効
果
的
に
表
現

し
よ
う
と
も
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
操
作
は
兼
家
の
妻
妾
、
作

者
の
家
族
達
に
顕
著
で
あ
る
が
、
特
に
道
綱
の
場
合
は
兼
家
を
描
く

端
緒
と
し
て
技
工
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

作
者
は
数
多
く
道
綱
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
は
兼
家
と

の
不
和
を
粉
ら
す
為
の
溺
愛
で
あ
る
と
私
は
当
初
考
え
た
が
、
日
記

中
の
道
綱
へ
の
筆
致
は
淡
泊
で
あ
り
、
記
述
の
中
心
は
常
に
兼
家
が

占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
記
中
で
の
道
綱
の
登
場
は
殆
ど

兼
家
の
動
行
、
作
者
と
の
消
息
往
来
を
述
べ
る
為
に
費
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
た
。
日
記
中
で
の
道
綱
は
兼
家
を
描
く
手
段
と
し
て
し
か

母
親
に
扱
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
他
の
人
物
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
婿
蛤
日
記
の
記
述
の
中
心
が
兼
家
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
呼

称
が
省
略
さ
れ
た
り
「
人
」
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
も
窺
え
る

が
、
他
の
人
物
も
兼
家
を
腕
曲
に
表
現
す
る
為
に
記
述
さ
れ
て
い
る

場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
作
者
は
こ
の
作
品
を
「
身
の
上
を
の
み
す

る
臼
き
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
結
局
自
分
の
結
婚
生
活
、

つ
ま
り
兼
家
を
描
く
事
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
彼
女
は
そ
の
為
に
、
あ

ら
ゆ
る
人
々
を
最
大
限
利
用
し
、
兼
家
を
中
心
に
作
品
を
構
築
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
作
者
は
兼
家
の
不
実
を
非
難
し
、
彼
へ
の
不
満
を
緩
々
述

べ
て
は
い
る
が
、
彼
女
の
心
情
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ

る
。
む
し
ろ
他
の
人
の
力
を
借
り
て
描
き
出
さ
れ
る
兼
家
、
特
に
道

綱
に
託
し
て
描
か
れ
る
愛
情
の
充
足
と
兼
家
へ
の
愛
執
が
ス
ト
レ
ー

ト
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
分
だ
け
、
よ
り
強
く
道
綱
母
の
心
情
を
物
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語
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
作
者
が
婿
蛤
日
記
で
強

く
主
張
し
た
か
っ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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